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一
一

本
居
宣
長
は
激
し
く
古
今
伝
受
を
批
判
し
た
。
例
え
ば『
排
蘆
小
船
』で
は「
古

今
伝
授
大
い
に
歌
道
の
さ
ま
た
げ
に
て
、
此
道
の
大
厄
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
中

世
歌
学
に
お
け
る
最
奥
の
秘
伝
が
「
歌
道
の
さ
ま
た
げ
に
て
、
此
道
の
大
厄
也
」

と
決
め
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
今
伝
受
批
判
は
現
代
の
国
文
学
に

も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
本
居
宣
長
は
、
古
今
伝
受
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
批
判
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
古
今
伝
受
の
切
紙
の
一
つ
で
あ
る
「
呼
子
鳥
（
三
鳥
）」
に

着
目
し
て
、
中
世
に
お
け
る
古
今
伝
受
の
実
態
を
検
討
し
つ
つ
、
本
居
宣
長
の
古

今
伝
受
批
判
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
　『
排
蘆
小
船
』
の
古
今
伝
受
批
判

『
排
蘆
小
船
』
は
、
古
今
伝
受
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

か
の
逍
遥
院
よ
り
し
て
、
此
の
古
今
伝
受
を
歌
道
の
血
脈
と
し
て
、
上
下
と

も
に
天
下
挙
っ
て
こ
れ
を
尊
信
し
、
逍
遥
院
を
中
興
開
山
と
仰
ぎ
て
こ
の
道

の
こ
と
は
万
事
こ
の
教
に
従
ひ
、
そ
の
説
を
よ
く
て
も
あ
し
く
て
も
、
誤
あ

り
て
も
改
む
る
こ
と
な
く
、
一
す
ぢ
に
こ
れ
を
尊
み
用
ひ
る
こ
と
に
な
り

て
、
其
の
伝
受
の
家
定
ま
り
て
、
他
家
に
は
名
人
あ
り
て
も
用
ひ
ぬ
や
う
に

な
れ
り
。
さ
れ
ば
世
の
人
挙
っ
て
此
の
一
流
に
帰
し
、
逍
遥
院
以
来
の
家
の

名
人
は
、
定
家
・
家
隆
に
も
ま
さ
り
て
此
の
道
大
き
に
さ
か
ん
に
し
て
、
歌

も
此
の
上
な
く
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
の
や
う
に
思
へ
り
。
こ
れ
愚
昧
の
至
り
、

い
ふ
に
足
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
か
の
古
今
伝
受
始
り
て
よ
り
、
大
き
に
此
の
道

の
本
意
に
そ
む
け
り
。（
本
居
宣
長
全
集
に
よ
る
）

「
か
の
逍
遥
院
よ
り
し
て
、
此
の
古
今
伝
受
を
歌
道
の
血
脈
と
し
て
、
上
下
と

も
に
天
下
挙
っ
て
こ
れ
を
尊
信
し
」
と
あ
る
か
ら
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の

は
、
宗
祇
か
ら
逍
遥
院
す
な
わ
ち
三
条
西
実
隆
に
相
伝
さ
れ
て
、
そ
の
後
三
条
西

家
内
で
継
承
さ
れ
た
流
で
あ
ろ
う
。
そ
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
「
か

の
逍
遥
院
よ
り
し
て
、
此
の
古
今
伝
受
を
歌
道
の
血
脈
と
し
て
、
上
下
と
も
に
天

小

髙

道

子

本
居
宣
長
の
古
今
伝
受
批
判
と
中
世
の
古
今
伝
受
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一
三

知
ら
ぬ
」
は
「
測
り
知
ら
ぬ
境
界
」、
第
三
句
「
山
中
」
は
「
大
空
寂
」、
第

四
句
「
お
ぼ
つ
か
な
く
」
は
「
思
慮
に
関
は
ら
ざ
る
境
」（
煩
悩
）
を
指
す
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
は
「
元
初
の
一
念
」
を
詠
ん
だ
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
牽
強
付
会
と
言
う
ほ
か
は
な
い
が
、
深
遠
な
仏
教
的
真
理
が

詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
権
威
を
前
に
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
疑
い
を

持
つ
と
い
う
発
想
自
体
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
教
的
な
立
場
の

解
釈
と
し
て
、
こ
の
歌
の
意
味
す
る
も
の
は
「
時
節
を
得
て
人
に
告
げ
教
ふ

る
心
」
と
し
て
「
関
白
」
に
相
当
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
稲
負

鳥
」
が
臣
下
に
「
仰
す
」
ゆ
え
に
「
今
上
」（
天
皇
）
に
相
当
し
、「
百
千
鳥
」

が
数
多
く
存
在
す
る
ゆ
え
に
「
臣
下
」
に
相
当
す
る
こ
と
と
対
応
す
る
と
い

う
。
少
し
解
説
す
れ
ば
、
君
臣
の
別
を
説
く
儒
教
は
天
皇
、
関
白
、
臣
下
と

い
う
関
係
性
を
三
首
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
と
解
釈
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
じ
つ
け
の
議
論
は
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
荒
唐
無
稽
で
あ
る
こ
と
は

一
目
暸
然
で
あ
る
が
、
珍
説
で
あ
る
が
ゆ
え
に
珍
重
さ
れ
、
秘
説
と
し
て
ま

す
ま
す
秘
蔵
さ
れ
た
。

田
中
氏
の
解
説
に
あ
る
「
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
」「
儒
教
的
な
立
場
の

解
」
は
、
古
今
伝
受
の
中
で
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
伝

受
は
氏
か
ら
弟
子
へ
と
相
伝
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
版
本
な
ど
に
記
さ
れ
た
内
容
と
異
な
り
、
一
代
毎
に
内
容
が
異
な
っ
て
い

る
。
次
に
、
中
世
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
、
呼
子
鳥
が
ど
の
よ
う
に
講
釈
さ
れ
た

か
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
古
今
伝
受
に
お
い
て
和
歌
の
解
釈
を
伝
え
る
の

は
講
釈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
切
紙
は
講
釈
終
了
後
に
初
め
て
与
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
三
条
西
実
隆
の
書
状
に
「
凡
切
紙
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
物
ニ
て
口
伝

第
一
事
候
」と
あ
る
通
り
、
講
釈
に
お
い
て
解
釈
を
伝
え
た
後
に
、
重
要
な
語
句
な

ど
に
つ
い
て
秘
伝
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、『
古
今
和
歌
集
』の
講
釈
聞
書
を
検
討
す
る
。
古
今
伝
受
に
お
い

て
、
和
歌
の
解
釈
を
伝
え
る
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
講
釈
で
あ
り
、
切
紙
は
、

講
釈
終
了
後
に
初
め
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
条
西
実
隆
の
書
状
に
重

要
な
の
は
口
伝
で
あ
り
、
講
釈
が
終
了
し
て
初
め
て
切
紙
を
与
え
ら
れ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
通
り
、『
古
今
和
歌
集
』の
解
釈
は
、
師
弟
間
に
お
け
る
講
釈
に
お
い
て

継
承
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、『
古
今
和
歌
集
』第
二
十
九
首
に
つ
い
て
、
宗
祇
の
講
釈

聞
書
で
あ
る
『
両
度
聞
書
』
と
、
細
川
幽
斎
が
三
条
西
実
枝
の
講
釈
を
聞
書
し
た

『
伝
心
抄
』
の
講
釈
内
容
を
引
用
す
る
。

『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』

深
山
幽
谷
に
分
入
て
遠
近
の
た
よ
り
も
わ
か
ぬ
お
り
ふ
し
、
此
鳥
の
そ
こ
は

か
と
な
く
な
き
た
る
が
お
ぼ
つ
か
な
き
よ
し
也
。
大
か
た
の
鳥
の
声
も
さ
こ

そ
侍
ら
め
ど
、
こ
と
に
よ
ぶ
と
い
ふ
に
、
か
く
よ
め
る
な
り
。
を
ち
こ
ち
、

こ
な
た
、
か
な
た
と
い
へ
る
に
も
か
な
ふ
べ
し
。
猶
た
ゞ
旅
行
の
心
と
所
の

お
り
ふ
し
の
儀
と
と
り
合
て
其
身
に
な
り
て
よ
く
吟
味
す
べ
し
。
此
歌
猶
可

受
師
説
。

『
伝
心
抄
』

相
伝
の
哥
也
、
面
ノ
一
義
理
ハ
ヨ
フ
ト
云
テ
人
ヲ
マ
ヨ
ハ
ス
心
也
。
ハ
ヤ
コ

〳
〵
ト
鳴
ヤ
ウ
ニ
聞
ユ
ル
也
、
是
ハ
春
ノ
旅
行
ノ
哥
也
、
タ
ト
ル
〳
〵
深
山

（
3
）

教養教育研究院論叢　第 2巻第 1号

一
二

下
挙
っ
て
こ
れ
を
尊
信
し
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、「
伝
受
の
家
」
は
三
条
西
家
を

指
し
、「
名
人
あ
り
て
も
用
ひ
ぬ
」
と
さ
れ
る
「
他
家
」
は
、
三
条
西
家
以
外
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
。
宣
長
は
「
そ
の
説
を
よ
く
て
も
あ
し
く
て
も
、
誤
あ
り
て
も
改

む
る
こ
と
な
く
、
一
す
ぢ
に
こ
れ
を
尊
み
用
ひ
る
こ
と
に
な
り
て
、
其
の
伝
受
の

家
定
ま
り
て
、
他
家
に
は
名
人
あ
り
て
も
用
ひ
ぬ
や
う
に
な
れ
り
」
と
い
う
。
し

か
し
な
が
ら
三
条
西
家
が
古
今
伝
受
の
中
心
で
あ
っ
た
の
は
、
三
条
西
実
隆
・
公

条
・
実
枝
の
三
代
に
限
ら
れ
る
。
東
常
縁
か
ら
御
所
伝
受
に
至
る
古
今
伝
受
の
歴

史
を
一
瞥
し
た
時
、
三
条
西
家
が
尊
崇
さ
れ
た
期
間
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。二

　
本
居
宣
長
の
古
今
伝
受
理
解

そ
れ
で
は
古
今
伝
受
を
痛
烈
に
批
判
し
た
宣
長
は
、
古
今
伝
受
を
ど
の
よ
う
に

理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
俊
和
氏
は
、
宣
長
が
古
今
伝
受
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
、
宣
長
の
師
に
あ
た
る
堀
景
山
の
説
と

の
関
係
を
論
じ
ら
れ
た
。

近
時
、
古
今
伝
授
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、（
中
略
）「
古
今
伝
授
」
と
い
う

言
葉
自
体
の
意
味
す
る
内
容
が
、
必
ず
し
も
宣
長
の
抱
懐
し
て
い
た
概
念
と

一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う

し
た
諸
先
学
の
業
績
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
宣
長
が
「
古
今
伝
授
」
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
、
い
か
な
る
点
に
反
発
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
。

（
1
）

内
容
の
粗
密
か
ら
考
え
て
、
宣
長
の
古
今
伝
授
批
判
が
景
山
の
説
を
そ
の
ま

ま
踏
襲
し
て
い
る
と
す
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
る
が
、
伝
授
に
対
す
る
宣
長
の

批
判
意
識
の
な
か
に
、
師
の
説
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い
。『
不
尽
言
』
㈠
〜
㈥
は
、
契
沖
学
を
知
り
得
た
景
山
が
、
古
今
伝

授
を
重
宝
が
っ
て
歌
壇
を
独
占
し
て
い
る
堂
上
に
対
し
て
抱
い
た
地
下
の
立

場
か
ら
の
強
い
憤
り
で
あ
る
。
た
だ
、
景
山
の
説
は
、
彼
の
独
創
的
見
解
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。

高
橋
氏
は
さ
ら
に
、
地
下
に
お
け
る
古
今
伝
受
批
判
の
系
譜
に
つ
い
て
、
松
永

貞
徳
ま
で
遡
っ
て
考
証
さ
れ
た
。
そ
し
て
貞
徳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

切
紙
を
内
容
と
し
て
は
意
味
の
無
い
形
式
的
な
飾
り
で
あ
る
と
明
確
に
意
識

し
て
い
な
が
ら
、
古
今
伝
授
を
捨
て
き
れ
な
い
で
い
る
。
歌
道
が
、
一
つ
の

道
と
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
肯
定
す
る
道
統
主
義
的
見
識
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
三
之
や
茂
睡
達
と
違
う
の
は
こ
の
点
で
あ
っ
た
。

三
　「
よ
ぶ
こ
ど
り
」
の
講
釈
内
容

一
方
、
田
中
康
二
氏
は
、
宣
長
の
古
今
伝
受
批
判
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
呼

子
鳥
を
例
に
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

た
と
え
ば
、
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
に
よ
れ
ば
、
第
二
句
「
た
づ
き
も

（
2
）
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一
三

知
ら
ぬ
」
は
「
測
り
知
ら
ぬ
境
界
」、
第
三
句
「
山
中
」
は
「
大
空
寂
」、
第

四
句
「
お
ぼ
つ
か
な
く
」
は
「
思
慮
に
関
は
ら
ざ
る
境
」（
煩
悩
）
を
指
す
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
は
「
元
初
の
一
念
」
を
詠
ん
だ
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
牽
強
付
会
と
言
う
ほ
か
は
な
い
が
、
深
遠
な
仏
教
的
真
理
が

詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
権
威
を
前
に
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
疑
い
を

持
つ
と
い
う
発
想
自
体
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
教
的
な
立
場
の

解
釈
と
し
て
、
こ
の
歌
の
意
味
す
る
も
の
は
「
時
節
を
得
て
人
に
告
げ
教
ふ

る
心
」
と
し
て
「
関
白
」
に
相
当
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
稲
負

鳥
」
が
臣
下
に
「
仰
す
」
ゆ
え
に
「
今
上
」（
天
皇
）
に
相
当
し
、「
百
千
鳥
」

が
数
多
く
存
在
す
る
ゆ
え
に
「
臣
下
」
に
相
当
す
る
こ
と
と
対
応
す
る
と
い

う
。
少
し
解
説
す
れ
ば
、
君
臣
の
別
を
説
く
儒
教
は
天
皇
、
関
白
、
臣
下
と

い
う
関
係
性
を
三
首
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
と
解
釈
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
じ
つ
け
の
議
論
は
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
荒
唐
無
稽
で
あ
る
こ
と
は

一
目
暸
然
で
あ
る
が
、
珍
説
で
あ
る
が
ゆ
え
に
珍
重
さ
れ
、
秘
説
と
し
て
ま

す
ま
す
秘
蔵
さ
れ
た
。

田
中
氏
の
解
説
に
あ
る
「
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
」「
儒
教
的
な
立
場
の

解
」
は
、
古
今
伝
受
の
中
で
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
伝

受
は
氏
か
ら
弟
子
へ
と
相
伝
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
版
本
な
ど
に
記
さ
れ
た
内
容
と
異
な
り
、
一
代
毎
に
内
容
が
異
な
っ
て
い

る
。
次
に
、
中
世
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
、
呼
子
鳥
が
ど
の
よ
う
に
講
釈
さ
れ
た

か
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
古
今
伝
受
に
お
い
て
和
歌
の
解
釈
を
伝
え
る
の

は
講
釈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
切
紙
は
講
釈
終
了
後
に
初
め
て
与
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
三
条
西
実
隆
の
書
状
に
「
凡
切
紙
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
物
ニ
て
口
伝

第
一
事
候
」と
あ
る
通
り
、
講
釈
に
お
い
て
解
釈
を
伝
え
た
後
に
、
重
要
な
語
句
な

ど
に
つ
い
て
秘
伝
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、『
古
今
和
歌
集
』の
講
釈
聞
書
を
検
討
す
る
。
古
今
伝
受
に
お
い

て
、
和
歌
の
解
釈
を
伝
え
る
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
講
釈
で
あ
り
、
切
紙
は
、

講
釈
終
了
後
に
初
め
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
条
西
実
隆
の
書
状
に
重

要
な
の
は
口
伝
で
あ
り
、
講
釈
が
終
了
し
て
初
め
て
切
紙
を
与
え
ら
れ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
通
り
、『
古
今
和
歌
集
』の
解
釈
は
、
師
弟
間
に
お
け
る
講
釈
に
お
い
て

継
承
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、『
古
今
和
歌
集
』第
二
十
九
首
に
つ
い
て
、
宗
祇
の
講
釈

聞
書
で
あ
る
『
両
度
聞
書
』
と
、
細
川
幽
斎
が
三
条
西
実
枝
の
講
釈
を
聞
書
し
た

『
伝
心
抄
』
の
講
釈
内
容
を
引
用
す
る
。

『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』

深
山
幽
谷
に
分
入
て
遠
近
の
た
よ
り
も
わ
か
ぬ
お
り
ふ
し
、
此
鳥
の
そ
こ
は

か
と
な
く
な
き
た
る
が
お
ぼ
つ
か
な
き
よ
し
也
。
大
か
た
の
鳥
の
声
も
さ
こ

そ
侍
ら
め
ど
、
こ
と
に
よ
ぶ
と
い
ふ
に
、
か
く
よ
め
る
な
り
。
を
ち
こ
ち
、

こ
な
た
、
か
な
た
と
い
へ
る
に
も
か
な
ふ
べ
し
。
猶
た
ゞ
旅
行
の
心
と
所
の

お
り
ふ
し
の
儀
と
と
り
合
て
其
身
に
な
り
て
よ
く
吟
味
す
べ
し
。
此
歌
猶
可

受
師
説
。

『
伝
心
抄
』

相
伝
の
哥
也
、
面
ノ
一
義
理
ハ
ヨ
フ
ト
云
テ
人
ヲ
マ
ヨ
ハ
ス
心
也
。
ハ
ヤ
コ

〳
〵
ト
鳴
ヤ
ウ
ニ
聞
ユ
ル
也
、
是
ハ
春
ノ
旅
行
ノ
哥
也
、
タ
ト
ル
〳
〵
深
山

（
3
）
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一
四

ノ
中
ヲ
行
時
ハ
イ
ツ
ク
ヘ
行
ヘ
キ
ト
思
ふ
時
ニ
此
鳥
ノ
ナ
ク
程
ニ
ヨ
フ
カ
ト

思
ヒ
テ
行
ハ
ヨ
フ
ニ
テ
モ
ナ
シ
オ
ホ
ツ
カ
ナ
ク
マ
ヨ
ウ
心
也
。

裏
ノ
説
ハ
サ
シ
モ
ナ
ク
コ
ナ
タ
カ
ナ
タ
ニ
カ
ヽ
リ
テ
物
サ
マ
タ
ケ
ニ
成
心

也
、
猿
丸
カ
哥
也
。

こ
れ
ら
の
聞
書
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
東
常
縁
か
ら
細
川
幽
斎
に
至
る
古
今

伝
受
に
お
け
る
講
釈
で
は
、
田
中
氏
の
い
う「
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
」「
儒

教
的
な
立
場
の
解
」
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

四
　
呼
子
鳥
の
切
紙

そ
れ
で
は
、
切
紙
で
は「
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
」「
儒
教
的
な
立
場
の
解
」

が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
伝
受
に
お
け
る
切
紙
に
つ
い
て
は
『
図
書

寮
典
籍
解
題　

続
文
学
篇
』
以
後
、
様
々
な
切
紙
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
田
中

氏
が
「
た
と
え
ば
」
と
し
て
記
さ
れ
た
「
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
」「
儒
教
的

な
立
場
の
解
釈
」
が
見
ら
れ
る
の
は
一
部
の
切
紙
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

解
釈
が
行
わ
れ
た
の
は
、
数
あ
る
古
今
伝
受
の
中
の
一
部
の
流
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
解
釈
が
見
ら
れ
な
い
切
紙
も
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
切
紙
の
相
違
に
つ
い
て
、
宗
祇
を
直
接
継
承
す
る
三
流
の
古
今
切
紙

を
検
討
す
る
と
、
三
鳥
を
「
天
皇
」「
関
白
」「
臣
下
」
と
し
て
記
す
の
は
、
三
条

西
実
隆
・
近
衞
尚
通
に
与
え
た
古
今
切
紙
の
み
で
あ
り
、
肖
柏
に
与
え
た
古
今
切

紙
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
内
大
臣
・
関
白
に
な
っ
た
三
条
西
実
隆
・
近

衞
尚
通
に
対
し
て
は
「
天
皇
」「
関
白
」「
臣
下
」
に
喩
え
て
説
明
し
て
い
る
が
、

（
4
）

（
5
）

連
歌
師
で
あ
る
肖
柏
に
対
し
て
は
、「
天
皇
」「
関
白
」「
臣
下
」の
語
は
見
ら
れ
な

い
。「
天
皇
」「
関
白
」「
臣
下
」
に
喩
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
と
推
定
さ
れ
る

三
条
西
実
隆
・
近
衛
尚
通
に
対
し
て
の
み
、
こ
う
し
た
説
明
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、「
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
」と
し
て
記
さ
れ
た
内
容
は
、
三
条
西

実
枝
か
ら
伝
受
し
た
細
川
幽
斎
の
切
紙
に
は
見
ら
れ
る
が
、
三
条
西
実
隆
を
は
じ

め
と
す
る
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
三
流
の
切
紙
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
田
中
氏
が
解
説
さ
れ
た「
仏
教
的
な
立
場
に
よ
る
解
釈
」「
儒
教

的
な
立
場
の
解
釈
」
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
の
解
釈
は
、
古
今
伝
受
に
お

い
て
広
く
行
わ
れ
た
解
釈
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
古
今
伝
受
に
お
い
て
の
み
行
わ

れ
た
特
殊
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

中
世
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
宣
長
の
時
代

か
ら
二
百
余
年
、
中
世
の
古
今
伝
受
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、

流
儀
も
師
承
も
考
慮
せ
ず
に
一
部
の
説
を
取
り
上
げ
て
、「
古
今
伝
受
」と
い
う
だ

け
で
一
括
し
て
「
荒
唐
無
稽
で
あ
る
」
と
斬
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
流
儀
や
師
承

を
考
慮
し
て
実
情
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

古
今
伝
受
に
お
け
る
三
鳥
の
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
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